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茂
原
の
歴
史
や
文
化
を
新
発
見
！

東
部
台
文
化
会
館

　

昨
年
度
か
ら
開
催
し
て
い
る

「
郷
土
の
歴
史
文
化
講
座
～
古
文

書
調
査
か
ら
の
発
見
」
は
、
講
師

の
加
藤
時
男
先
生
が
古
文
書
を
解

読
し
て
い
く
中
で
、
判
明
し
た
歴

史
や
文
化
の
ひ
と
こ
ま
を
わ
か
り

や
す
く
講
義
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

（
難
し
い
古
文
書
を
読
む
必
要
は

な
く
、
聞
い
て
い
る
だ
け
で
わ
か

る
講
座
で
す
。）

　

第
１
回
は
、
世
界
的
画
家
藤
田

嗣つ
ぐ

治は
る

が
、
実
は
九
十
九
里
浜
で

デ
ー
ト
し
結
ば
れ
た
妻
（
東
金
高

等
女
学
校
教
師
）
に
、
パ
リ
か
ら

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
芸
術
の
こ
と
を

書
い
た
手
紙
を
多
数
送
っ
て
い
た

話
。
２
回
以
降
は
、
江
戸
時
代
茂

原
で
は
庶
民
に
俳
諧
（
句
）
が
盛

ん
だ
っ
た
話
、
明
治
維
新
時
、
茂

原
の
有
力
者
は
積
極
的
な
勤
皇
派

だ
っ
た
話
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
驚

き
と
発
見
が
あ
り
、
参
加
者
は
毎

回
次
の
テ
ー
マ
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。「
茂
原
市
民
で
あ
る
こ

と
を
誇
り
に
思
う
」
そ
ん
な
気
持

ち
に
な
れ
る
講
座
で
す
。

　

次
回
は
１
月
16
日
㊏

　

13
時
30
分
～
15
時
で
す
。

（
電
話
申
込
可
）

お
問
い
合
わ
せ
先
☎
�
８
７
１
１

奥
が
深
い
ぞ
折
り
紙
教
室

本
納
公
民
館

　

折
り
紙
教
室
は
平
成
23
年
に
開

講
し
、
今
年
で
５
年
目
で
す
。

　

折
り
紙
は
み
な
さ
ん
幼
少
の
頃

に
や
っ
た
事
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
頃
に
作
っ
た
折
り
紙
と
違
う

の
は
、
１
枚
の
紙
で
１
つ
の
作
品

が
出
来
る
の
で
は
な
く
、
少
し
応

用
が
入
り
複
数
の
パ
ー
ツ
を
組
み

合
わ
せ
て
（
時
に
は
立
体
的
に
）

作
品
に
す
る
の
で
す
。

　

孫
と
一
緒
に
折
る
ん
だ
よ
、
入

院
先
で
習
っ
て
面
白
か
っ
た
、
な

ど
受
講
の
き
っ
か
け
は
さ
ま
ざ
ま
。

先
生
が
優
し
く
教
え
て
く
だ
さ
り
、

お
喋
り
を
交
え
な
が
ら
楽
し
い
２

時
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

そ
し
て
嬉
し
い
の
は
作
品
が
完

成
し
た
時
！
同
じ
作
品
で
も
違
う

色
の
紙
を
組
み
合
わ
せ
る
と
印
象

が
変
わ
る
の
で
、〝
う
ー
ん
、
奥

が
深
い
〟
お
互
い
の
作
品
を
見
せ

合
う
の
も
毎
回
の
楽
し
み
で
す
。

　

教
室
は
11
月
で
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
本
納
公
民
館
で
は

折
り
紙
の
サ
ー
ク
ル
も
あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先
☎
�
２
３
４
９

効
率
を
図

る
と
い
う

集
落
営
農

組
織
の
設

立
に
向
け

た
動
き
や
、
す
で
に
組
織
を
設
立

し
た
地
区
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、

多
く
の
農
家
は
模
索
中
の
よ
う
で

す
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
が
話
題
と
な
っ
て

い
る
今
、
食
に
つ
い
て
、
特
に
お

米
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
し
た

い
も
の
で
す
。

参
考
文
献

・
ふ
る
さ
と
の
思
い
出
写
真
集

　

ち
ょ
う
せ
い

・
ポ
プ
ラ
デ
ィ
ア
情
報
館
「
米
」

（
前
頁
か
ら
↖
）

　
「
せ
が
れ
は
都

会
に
出
ち
ゃ
っ
て

こ
っ
ち
に
帰
っ
て

こ
ね
ェ
よ
。
オ
レ
の
代
で
コ
メ
作

り
は
終
わ
り
だ
っ
ぺ
さ
」。

　

コ
ス
ト
は
か
か
り
米
価
は
上
が

ら
ず
。
後
継
者
不
足
と
高
齢
化
。

今
は
で
き
る
が
10
年
後
は
ど
う
な

る
の
か
。
田
ん
ぼ
を
ど
う
す
る
の

か
。
人
手
が
な
く
な
っ
た
農
家
は

耕
作
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
米
作
り

　

水
田
経
営
を
発
展
・
継
承
し
て

い
く
た
め
の
流
れ
の
一
つ
が
「
農

地
の
集
積
と
法
人
化
」
で
す
。
集

落
の
農
地
を
集
め
大
規
模
化
し
て

　　稲作農家三代目 
　　　　　　　鶴岡さんに聞きました

（30代・早野在住）
　家はコシヒカリを作っている兼業農家
で、耕作ができなくなった人に次々と頼ま
れ今は手一杯。特に3～5月は忙しさのピー
クで、日々何も考えず体を動かすのみ。田
の水入れは特に重要で、私が頑張るしかな
いと昼夜を問わず走り回っています。
　でも乗り物（農機）に乗っていれば楽し
い。自分の力で景色を変えていくという感
覚です。何かやれば確実に変わる。草刈だっ
てやればきれいになる。米作りに真

しん

摯
し

に取
り組んでいる近所の人とも話が合います。
精米したてのコメは特においしいですよ。
自信を持っています。・・・と誇らしく話
されました。

千葉縣茂原町鳥瞰（ちょうかん）
（昭和 4年　茂原駅周辺）

ご
存
知
で
す
か
主
催
教
室

出来上がりに満足♬


